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『伊
勢
物
語
拝
海
」

の
位
置

段
の
大
意
を
中
心
に
し
て

入

口

敦

志

注
圭

浅
井
r
意

の
日
本
占
典

の
注
釈
書
と

し
て
は
、
寛
文
十
年
刊

の
書
籍
目
録
中

に
、

二
冊

百
人

一
首
言頭
書

浅
井
松
雲
作

六

冊

源
氏
雲
か

く
れ

三
冊

同
抄

浅
井
松
雲
了
意
作

十

冊

伊
勢
物
語
拝
海

松
雲
了
意

と
あ
る
三
部

の
注
釈
書

が
知

ら
れ

て
お

り
、
ま
た
、
現
在

の
と

こ
ろ
そ

の
三
書

で
す

べ
て
で
あ

る
。

そ
の
う
ち

『
百
人

一
首
頭
書
』

に
関
し

て
は
、

現
在

そ

の

所
在

が
知

ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
『
源
氏
雲

か
く
れ
抄
』
に
は
作
者

の
名

を
記

し
た
も

の
が
見
当

ら
な

い
よ
う

で
あ
り
、
北
条
秀
雄
氏
は

「
大
体
了
意

の
著

と

注
2

認
め

う
る
も

の
」
と
し

て
分
類

し
な
が
ら
も
、
「
断
言
は
出
来
ぬ
が
」
と
し
て
い

る
○

つ
ま
り
、
以
上
三
部

の
注
釈
書

の
う
ち
、
確
実

に
了
意

の
手

に
な
る
と
考

注
3

え
ら
れ

る
占
典
注
釈
書
は
、
そ

の
蹟

に

「
洛
下
野
父
羊
岐
齊
松
雲
盧
士
誌
之
」

と
署
名

の
あ

る

『
伊
勢
物
語
拝
海
」
(以
ド

『
拝
海
」
と
略
す
)
の
み
と

い
う
こ

と

に
な

る
。

注
4

さ

て
、
そ

の

『掃
海
』

で
あ
る
が
、

こ
れ
ま

で
に
、
大
津
有

一
氏
と
田
中
宗

洋
5

作
氏

に
よ

っ
て

『伊
勢
物

語
」

の
注
釈
書
と
し

て
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ

て
い

る
。
し
か
し
、

了
意

の
著
作
中

に
お

け
る
位
置
付
け
は
北
条
氏

の
簡
単
な
解

題

が
あ
る
の
み
で
あ

り
、

そ
の
評
価
と
し

て
は
、
北
条
氏

の
、

内
容

に

つ
い
て
は

『伊
勢
物
語
』

の
通
俗
的
な
註
釈
と
云
う
以
上

に
特

別

言

挙
げ
す

る
事

は
な
さ

そ
う

で
あ

る
。

そ

の
点
、
彼

の
著

と
い
わ
れ

る

『
源
氏
雲
隠
抄
」
と
共
ハ
に
全
く
啓
蒙
的
古
典
註
釈
書

で
、

ま
だ
彼

の
本
領

注
6

を
発
揮
す

る
迄

に
至

っ
て
い
な

い
。

と
い
う
記
述

が
今

ま
で
の
研
究

の
す

べ
て
を
尽
し

て
い
る
と
言

っ
て
よ
い

で
あ

ろ
う
。

し
か
し
、
r
意

の
著
作
と
し

て
も
注
目
す

べ
き
点
が
あ
る
も
の
と
考

え

る
。

そ
こ
で
、
本
稿

で
は
、
了
意

の
著
作
と
し

て
の

『仔

海
』

の
位
置

を
、

そ

の
段

の
大
意
を
中
心

に
し

て
考
察
し

て
ゆ
き
た

い
。

二

 

『
伊
勢
物
語
』

の
注
釈
書
と
し

て
の

『拝
海
』

の
形
式
的
な
特
徴

は
、
大
き

な
字

の
本
文
、
頭
側
注
、
挿
絵
、
段

の
大
意

と
い
う
点

で
あ

る
。
そ

の
中

で
も
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特

に
際
立

っ
た
も

の
と
し

て
は
、
注
釈
書
と

い
う
形
態
を
取
り
な
が
ら
も
挿
絵

を
付

し

て
い
る
と

い
う
こ
と
と
、
各
段

(全
段

で
は
な
く

『
伊
勢
物

語
』
全

百

二
卜

五
段
中
、
約
半
数

の
六
卜
八
段
)

に
大
意
を
付
し

て
い
る

こ
と

の
二

つ
の

点

で
あ
ろ
う
。
田
中
宗
作
氏

は
、
「
江
戸
初
期

の
古
典
注
釈
書

で
さ
し
え
を
利
用

し

て
い
る
も

の
」
と
し

て
、

『
徒
然
草
慰
草
』
松
永
貞
徳
、

慶
安
五
年
践
刊

『
首
書
方
丈
記
』
山
岡
元
隣
、
明
暦
四
年

刊

『
百
人

一
首
像
讃
抄
』
延
宝
六
年
刊

注
7

を
挙
げ

て
い
る
。
ま
た
、

『
源
氏
物
語
』

に
は
、
梗
概
書

で
は
あ

る
が

『
卜
帖
源
氏
』

野
々
只
立
圃
、

万
治

四
年
践

な
ど
が
あ
る
。

注
釈
書

に
限
ら
な
け
れ
ば
、
絵
入

り
の
占
典

の
本
文

は
、
嵯
峨
本

の

『
伊
勢

物

語
』
を
は
じ
め
、
「源
氏
物
語
』
に
も
早

い
時
期
か
ら
存
在
し

て
お
り
、
古
活

字

版

の
時
代

か
ら
あ

っ
た
も

の
で
あ

る
。
し
か
し
、
注
釈
書

に
挿
絵
を
入
れ
た

も
の
は
右

に
挙
げ

た
諸
抄

が
時
期
的

に
早

い
も

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

こ
と
は
、

慶
安

か
ら
万
治

に
か

け
て
、
整
板
本

の
普
及

に
合
わ
せ
る
か

の
よ
う

に
、
占
典

の
享
受

が
啓
蒙
的
な
様
相
を
呈
し

て
来
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考

え
ら
れ
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

『
仔
海
』

の
成
立

は
、
践
文

に

「
承
慮
乙
未
大
蕨
中
溝
」

と
あ
る
よ
う
に
、

承
応

四
年

の
正
月
中
旬
と

い
う

こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
『
仔
海
』
も

こ
の
よ
う

な
古
典
享
受

の
啓
蒙
化

の
風
潮

の
中

で
出
現
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ

る
。

さ
て
、
先

に
挙
げ
た
絵
入
り

の
占
典
注
釈
書

の
う
ち

『拝
海
』

と
の
関
係
を

考

え
る
と
き
、
特

に
注
目
す

べ
き
は
松
永
貞
徳

の

『徒
然
草
慰
草
』

で
あ

る
。

そ
の
理
由

は
、
慶
安
五
年
刊
と

『
拝
海
」

よ
り
も
先

に
出

て
お
り
、
各
段

に
そ

れ
ぞ
れ
大
意
を
付
し

て
い
る

こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
特

に
段

の
大
意
を
付
し

て

い
る
点

は

『拝
海
』

の
成
立

に
か
な
り

の
影
響
を
与
え

て
い
る
と
見

て
よ
い
と

思

う
が
、

こ
の
段

の
大
意

に

つ
い
て
は
後
述
す

る
。

ま
ず
、

『拝
海
』

の
特
徴

の

一
つ
で
あ
る
挿
絵

で
あ

る
が
、

全
部

で
四
十
九

図
。

こ
れ

は
嵯
峨
本

の

『
伊
勢
物
語
』

に
付

さ
れ
て
い
る
挿
絵

の
数

と
同

じ
で

あ

り
、
又
、

そ
の
構
図
も

一
見
し

て
嵯
峨
本

の
構
図

と
ほ
と
ん
ど
同

じ
も

の
で

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

一
見
し

て
わ
か
る
こ
と

で
あ
る
が
、
『
拝
海
』
の
挿
絵

は
、
、
一図

(巻
之

一
、
十
ウ
、

巻
之
九

・
十
七

ウ
)
を
徐

い
て
す

べ
て
本
文

の
匡
郭
よ
り

小
さ
く
な

っ
て
い
る
。
本
文

の
匡
郭

が
二
卜

二
～

二
十
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で

あ

る
の
に
対
し

て
、
挿

絵

の
匡
郭

は

二
十

一
～

二
十

二

セ
ン
チ

メ
ー
ト

ル
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
挿
絵

の
入
れ
方

は
、
明
ら
か

に
本
文
と
は
別

に
作
ら

れ
た
も

の
を
無
理

に
入
れ

た
と
い
う

よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

田
中

宗
作
氏

は

「寛
文

二
年

版

の
絵
入
板
本

の
図
柄
を
襲
用

し
た
も

の
で
あ

ろ
う
か
。
」

と
し

て
い
る
。

と
す
れ
ば
、

『
拝
海
』

の
刊
行
は
寛
文
二
年
以
降

と

い
う

こ
と
に
な

り
、
野
間
光
辰
氏

の
、
『
堪
忍
記
』
の
好
評
盛

行
が
き

っ
か
け
に
な

っ
て

『
可
笑

記
評
判
』

や

『
伊
勢
物
語
揺
海
』
な
ど

の

「
今
ま

で
空

し
く
筐
底

に
埋

も
れ

て

注
9

い
た
了
意

の
著
作
」
が
陽

の
目
を
見
る

こ
と

に
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い

う
考
え
を
裏
付
け
る

こ
と

に
な
る
。

次

に
段

の
大
意

に

つ
い
て
み

て
み
た

い
。

段

の
大
意
を
付
す

に
あ
た

っ
て
は
、

形
式
的

に
は
先

に
述

べ
た
よ
う

に

『
慰

草
』
に
影
響
を
受
け

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
、
そ
の

『
慰
草
』

に

つ
い
て
簡
単

に
説
明
す
る
。

『
慰
草
』
は
大
本

の
刊
本

で
あ
り
八
巻

八
冊
か
ら
成

っ
て
い
る
。
作
者

で
あ

る
松
永
貞
徳
自
身

の
践

に

「
慶
安
蛭
暦

孟
夏
廿
六

日
」
と
あ
り
、
慶
安
五
年

に
成

立
し
た
も

の
で
あ
る
。

注
釈

の
形
式

と
し
て
は
、
本
文
を

や
や
大
き
め

の
文
字
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で
記
し
、

そ
れ
に
頭
注

の
形

で
注
を
付

し
て
い
る
○
そ

の
注
は
大
体
林
羅
山

の

『
徒
然
草
野
槌
』
を
基
と

し
て
い
る
も

の
で
あ

る
。
更

に
、
各
段

の
後

に
注
釈

と
は
別

に
段

の
大
意
を
付

し
て
い
る
。
挿
絵

は
全
部

で
百
五
十
八
図
も
あ
り
大

変

に
多

い
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し

て
、
『
拝
海
』
は
、
大
意
を
各
段

の
最
初

に
付
し

て
い
る

こ
と
が

違

っ
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、

そ
の
他

の
形
式
的
な
点
に
関
し

て
は

『慰
草
』

と

全

く
同

じ
と
子.口
っ
て
も

よ
い
も

の
で
あ

る
。

さ
て
、

問
題

に
な
る
の
は
段

の
大
意

で
あ

る
。

『慰
草
』

の
大
意

に

つ
い
て

は
、
小
高
敏
郎
氏

の
、爵
を
借
り
れ
ば
、

(略
)
大
意
を
述

べ
た
項
は
、
本
書

の
眼
目

で
あ
る
。

軍
に
各
段

の
要
旨

を
述

べ
る
だ
け

で
な
く
、
或

は
、
本
文

の
品
隣
批
評
あ

り
、
聯
想

に
よ
る

懐
奮
談
あ
り

で
、
當
時

の
註
繹

と
し

て
は
稀

に
見

る
ほ
ど
、
自
由

に
自
己

を
語

っ
て
ゐ
る
。

こ
の
項

だ
け
を
集

め
れ
ば

「
績
徒
然
草
」
が
出
来

る
と

往
10

・菖
へ
や
う
。

と

い
う
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
る
。

こ
の
大
意

は
貞
徳
が
行
な

っ
た
慶
長
頃

の

講
議

の
草
案

を
書

き
付

け
た
反
古

が
基

に
な

っ
て
い
る

(践
)
と

い
う

こ
と
だ

が
、
小
高
氏

は
、

そ
の
反
古

そ
の
ま
ま

で
は
な
く
、
成
立
当
時
、

つ
ま
り
慶
安

頃

の
晩

年

の
貞
徳

の
筆

が
多
く
入

っ
て
い
る
と
し

て
い
る
。

『
拝
海
』

に
お
け

る
大
意

は
、
か
な
り
教
訓
性

の
強

い
も

の
で
あ
り
、
小
高

氏
風

に
、

こ
の
大
意
だ
け
を
集
め
れ
ば
、
教
訓
物

と
言

え
る
よ
う
な

一
編

の
書

物
が
出
来

そ
う

で
あ
る
、
と
言
え
ば
言

え
な
く
も
な
い
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。

こ
の

『
拝
海
』

の
大
意

の
内
容

面
か
ら

の
検
討

は
後

に
譲

る
こ
と
と
す

る
。

三

近
世
初

期
に
お
い
て
は
、
『源
氏
物
語
」
や

『
古
今
集
』
な
ど

の
古
典

の
注
釈

書

は
、

そ
れ
ま
で
に
伝

わ

っ
て
来

た
注
釈
を
総
合
網
羅
す
る
集
注
化

の
傾
向

を

持

つ
よ
う
に
な

る
.
例

え
ば

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る

『眠
江
入
楚
』
(中
院

通

勝
、
慶
長

三
年
成
)
な
ど
が

そ
う

で
あ
る
。

『伊
勢
物
語
』

の
注
釈

に

つ
い
て
も
例
外

で
は
な
く
、
次

に
挙

げ
る
よ
う
に

網
羅
集
注

の
傾
向
を
持

つ
注
釈
書
が
出
現
し

て
来

る
。

『
伊
勢
物
語
閾
疑
抄
』
細
川
幽
斎
、
文
禄

五
年
践
、
慶
長

二
年
古
活
字
版

以
降
刊
本
多
数

『
伊
勢
物
語
器
水
抄
』
著
者
不
詳
、

慶
長
十

三
年
践

(
刊
本
な
し
)

『
伊
勢
物
語
集
註
』

一
華
堂
切
臨
、
慶
安
元
年
序
践
、
慶
安
五
年
刊

『
伊
勢
物
語
初
冠
』

加
藤
磐
斎
、

承
応
元
年
成
、
万
治
元
年
刊

『
伊
勢
物
語
新
抄
』

同
、
寛
文
八
年

刊

注
11

『
伊
勢
物

語
拾
穂
抄
』
北
村
季
吟
、
寛
文
三
年
刊

以
上

の
集
注
的

な
注
釈
書

の
系
列

の
中

に
、
『
拝
海
』
も
位
置
す
る
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
諸
抄

の
中

で
、
『拝
海
』
と
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る

の
は

『
伊
勢
物

語
閾
疑
抄
』

(以
下

『
閾
疑
抄
」
と
略
す
)
と

『
伊
勢
物
語
集
註
』

(以
下

『集

註
』

と
略
す
)

で
あ

る
。

こ
の
二
抄
と

『
拝
海
』
と

の
関
係
は
、
既

に
指
摘

さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
『拝

海
」

の
注

は

「
そ
の
大
部
分
が
集
註
を
襲
用
し
、

こ
れ
に
増
補

の
手
を
入
れ

た

注
12

も

の
」
と
、昌
う

こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
増
補

で
あ

る
が
、
『集
註
』
が
そ
の
序

で
、

(略
)
兼
良
公

の
愚
見
抄
を
初

と
し

て
先
達

の
末
書
お

ほ
き
中

に
近
来
世

に
も

て
あ
そ
ぶ
は
閾
疑
抄

な
り
こ
れ
を

み
る
に
書
写

の
あ

や
ま
り
お

ほ
く

で
ん

ぎ

注
13

又
相

傳

の
正
義

を
し
る
し
も

ら
せ
り

(略
)

と
記
し

て

『閾
疑
抄
』
を
退

け
て
い
る
の
に
対
し

て
、
『
拝
海
』

で
は

『
集
註
」

よ
り
も
約

四
十
九

パ
ー
セ

ン
ト
も
多
く

『
閾
疑
抄
」

の
注
を
増
補

し

て
い
る

の
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注
14

で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
注

の
部
分
だ
け

に
限
ら
な

い
。
『
拝
海
』
の
眼
目
と
も
す

べ
き
段

の
大
意

の
部
分

に
お

い
て
も
事
情
は
同
じ

で
あ
り
、

そ
の
大
意

の
大
半

の
部
分

に
は

『
集
註
』
の
注

の
中

に
該
当
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
集
註
』
の
記

述

に
か
な
り

の
部

分
を
書
き
加

え

て
大
意

に
し
て
い
る
も

の
や
、
『
集
註
』
に
は

全
く
該
当
す
る
部
分

の
な
い
も
の
も

あ
り
、
単
純

で
は
な

い
。
そ
れ
ら

『
拝
海
』

に
お
け
る
大
意

の
増
補

さ
れ
た
部
分

に
は

『
拝
海
』
な
り

の
意
図
な
り
思
想
な

り
が
現
わ
れ

て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。
そ

こ
で
次
に
、
『
拝
海
』
の
大
意

の
部
分

に
焦
点

を
あ
て
て
、
『
集
註
』
と

の
比
較
を
し

て
み
る
。

四

『
集
註
」

の
注

の
中

に

「
師
云
此
段

ハ
…
…
」

と
い
う
形

で
始

ま
る
注
が
あ

る
。
こ
の
部
分
は
、
細
か
な
語
釈
を
す
る

の
で
は
な
く
、
『
伊
勢
物
語
』
の
各

々

の
段

の
全
体

に
関
わ
る
よ
う
な

こ
と
を
記
し

て
い
る
。

そ
の
内
容
と
し

て
は
、

例
え
ば

「師
云
此
段

ハ
女

の
好
色
を
刺

也
」
(第

二
十
五
段
)
と

い
う

よ
う

に
、

教
訓
的
な
内
容
を
持

つ
部

分
が
多

い

の
で
あ
る
。

ち
な
み

に
、
『
集
註
』

で
い
う

「師
」

と
は
、

そ
の

一
華
堂
切
臨

の
自
序

に
、

さ
る

に
よ
り
そ

の
か
み
西
三
條
内
府
実
澄
公

よ
り
下
僧
が
老
師

一
華
堂
乗

阿

へ
つ
た
は
り
し
奥
義

を
む
ね
と

し
兼

て
諸
抄
を
見

そ
な
は
し

て
し
る
し

集
め
侍
る
と
い
ふ
こ
と
し
か

り

(略
)

と
あ
る
よ
う

に
、

一
華
堂
乗
阿

で
あ
り
、

そ
の
説
は
三
條
西
実
澄
か
ら
伝
え
ら

れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な

る
。
更

に
、
践

に
よ
る
と
、
「敷

嶋

の
道
を

も

て
人

倫

を
た
ゴ
し
あ
き

ら
か
に
せ
る
こ
と
」
を
行

っ
て
い
た
乗
阿
の

「講
錘

に
ま
じ

は
る

こ
と
度

か
さ
な

り
し

そ
の
旨
を
し

る
し
侍
る

こ
と
し
か
り
」

と
い
う
よ
う

に
成
立

の
事
情
を
語

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
、
教

訓
的

な
内
容

を
持

っ
て
い

る
の
は
、
切
臨

が
師

で
あ

る
乗
阿

の
講

莚

に
依

っ
た
た
め

と

い
う

こ
と

に
な

る
。さ

て
、
『拝
海
』
の
各
段

の
大
意
は
、
そ
の

『
集
註
』
の

「
師
云
此
段

ハ
…
…
」

の
部

分
を
中

心
に
し

て
成

っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
両
書

の
比
較
を
す
る
前

に

ま
ず

『
拝
海
』

の
成
立
事
情

に

つ
い
て
み
て
お
く
。

『拝
海
』

の
成
立
事
情
を

う
か
が
え
る
も

の
は
、
そ

の
践
だ
け

で
あ
る
が
、

そ
こ
か
ら
成
立

に
関
す

る
部
分
を
取
り
出
す
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

(略
)

余
往
當
臨
干
講
談
之
末
席
屡
記
取
聞
間
亦
加

巳
謹
之
文
辞
綴
而
牒

巻
猶
似
執
螺
貝
把
於
潮
夕
之

池
故
名
之
仔
海
密
恩
干
頽
壁
之
底
是
何
比
魯

論
哉
恨
悪
其
闇
礫
也

(略
)

こ
れ
を
そ

の
ま
ま
受
け
と
れ
ば
、
誰

か
の

『伊
勢
物
語
』

の
講
談

の
末
席

に

連
な

っ
て
、
そ

こ
で
聞
い
た

こ
と
な
ど
を
書
き
留
め

た
も

の
を
ま
と
め

て

「
仔

海
」
と
名
付
け
た

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
『
集
註
』
と
同
様

に

『
伊
勢
物
語
』

の
講
議
が
そ

の
契
機

に
な

つ
て
い
る
の
で
あ

る
。

そ
う

で
あ
る
と
す

れ
ば
、
『
集
註
』
と

『
拝
海
』
は
大
半

の
注
が
重
な
る
と

い

う

こ
と
か
ら
考

え
て
、
切
臨

と
了
意
と

は
、
同
じ
乗
阿

の

『
伊
勢
物

語
』

の
講

議

に
連
な
り
、

そ
こ
か
ら
各

々
独
自

に
著
作
を
為
し
た
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。

し
か
し
、
細
か
く
見
比

べ
て
見
れ
ば
、
表

現

の
点

な
ど
で
か
な
り

細

か
い
部
分

に
到

る
ま

で

一
致
し

て
い
る
部
分
も
多
く
、

と

て
も
各

々
独
自

に

成
立

し
た
と

は
考
え
難

い
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
了
意

が
こ
の
よ
う
な
講
議

の
席

に
連
な

っ
た

こ
と
は
な
か

っ
た

の
だ
と
は
断
言
出
来

な
い
し
、
む

し
ろ
そ

う

い
う
講
議

に
接
し

て
い
た
と

い
う

こ
と
は
、
当
然
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
と
考
え

る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
『
拝
海
』
と
い
う
著
作
を
考

え
る
た
め

に
は
、
既

に
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
『伊
勢
物
語
集
註
』
と

い
う
書
物

に
影
響
さ
れ
、
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そ
れ
を
ド
敷
き

に
し

て
成
立
し
た
と
考

え
る
方

が
自
然

で
あ

ろ
う
。

。

以
上

の
点
を
前
提
と
し

て

『拝

海
』

の
大
意

と

『
集
註
』

の
該
当
部
分

の
比

較
を
し

て
み
る
。

先

に
述

べ
た
よ
う

に
、
『
集
註
』
の
注

の
中

に
も

「
師
云
此
段

ハ
…
…
」
と

い

う
形

で
、
各
段

の
全
体

に
関
わ
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を

持

つ
段

は
、
全

百
二
卜

五
段
中
七
十
七
段
あ

る
。
記
述

の
都
合
上
、
そ

の
部

分

を
以
卜

「
『
集
註
』

の
大
意
」

と
呼

ぶ
こ
と

に
し
た

い
。

さ

て
、
『拝
海
』
で
は
概

ね
そ
の

『
集
註
』
の
大
意

に
従

っ
て
大
意

を
付

し
て

い
る

の
だ
が
、

そ
の
数

は
六
卜
八
段
あ

る
。
単
純

に
比
較
す
れ
ば

『仔
海
』

の

方

が
九
段
少
な

い
と

い
う
こ
と

に
な

る
が
、
実
際

に
は
そ
れ
ほ
ど
単
純

で
は
な

い
。
『集

註
』
に
あ

っ
て

『
拝
海
』
に
は
な
い
も
の
、
そ

の
逆

の
も
の
な
ど
い
く

つ
か
の
型

に
分
け

る
こ
と
が

で
き
る
。
そ

こ
で
、

『集
註
』

の
大
意
と

『
拝
海
』

の
大
意
と

の
関
係
を
大
ま
か

に
整
理
す
る
と
次

の
よ
う
に
な

る
。

①

『
拝
海
』
が

『
集
註
』
に
な

い
大
意

を
付

し

て
い
る
も

の

九
段

②

『
仔
海
』
が

『
集
註
」

の
大
意

に
増
補

を
し
て
い
る
も

の

ト

四
段

③

『
仔
海
』
が

『集

註
」

の
大
意

を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取

っ
て
い
る
も

の

四
セ
五
段

④

『拝
海
』

が

『集

註
』

に
あ

る
大
意
を
省
略
し

て
い
る
も

の

十

八
段

⑤

『拝
海
』

に
も

『集
註
』

に
も
大
意

が
な

い
も

の

三
十
九
段

こ
れ
を
補

足
し

て
お
く
。
ま
ず
、
②
と
⑧

に
あ
た
る
も

の
で
は
、
『集
註
』
に

あ
る

「師
云
」
を

『
拝
海
』

で
は
こ
と
ご
と
く
省

い
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ

る
。次

に
、
②

に
あ
た
る
も

の
で
は
、
増
補

の
仕
方
が
①

に
近

い
も
の
、

つ
ま
り
、

『
集
註
」

の
大
意
を
か
な
り
変
え
た
り
増
補
し
た
り
し
て
い
る
も

の
と
、
③

に

近

い
も

の
、
つ
ま
り
、
『
集
註
』
の
大
意

に
ほ
ん
の
少
し

の
書
き
変
え
や
増
補

を

し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も

の
な
ど
が
あ

っ
て
、
『
拝
海
』
で
の
増
補

の
仕
方

に
も

様

々
な
程
度

が
あ
る
。

ま
た
、
『拝
海
』
に
は
、
段

の
最
初

に
あ
る
大
意
だ
け

で
は
な
く
、
注

の
途
中

に
大
意
同
様

の
大
き
な
字

で
書
か
れ
た
、
か
な
り
長

い
記
述
を
持

つ
部
分

が
あ

り
注
目

さ
れ

る
。

そ
れ

は
、
第
七
」=
五
、
八
十
三
、

百
十

四
段

の
三

つ
の
段

に

存
在

す
る
。

そ
の
う
ち
、
第
七
卜
三
段
と
第

百
十

四
段

に
は
そ
れ
ぞ
れ
最
初

に

段

の
大
意

が
あ
り
、
更

に
注

の
途
中

に
も
今

述

べ
た
よ
う
な
部
分

が
あ

る
の
で

あ

る
。

『
拝
海
』
の
段

の
大
意
は
、
『集
註
』

で
も
そ
う
で
あ

っ
た
よ
う

に
、
好
色
を
言

刺

る
と

い
う

こ
と
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
あ

る
が
、
『
拝
海
』
に
は
好
色

を
刺

る
と

い
う

こ
と
以
外

に
も
付

け
加
え
ら

れ

て
い
る
も

の
が
あ

る
。

そ

こ

で
、
前

に
分
類

し
た
も

の
の
う
ち
、
『
拝
海
』
で
の
増
補
と
思
わ
れ
る
部
分
を
中

心

に
し

て
そ

の
特
徴

を
探

っ
て
み
る
こ
と
と
す

る
。

②

に
あ
た
る
大
意

か
ら
み

て
ゆ
く
こ
と

に
す

る
が
、
ま
ず
、
そ
の
例
と
し

て
、

第
四
十

段

の

『拝
海
」
の
大
意
と

『
集
註
』
の
該
当
部
分
を
挙
げ

て
比
較

す
る
。

拝

此
段

ハ
男

子

の
淫
奔
を
刺
れ
り
を

の
れ
が
心
を

私

に
し

て
親

の

諌

を
も

い
れ
ず

強

に
好
色

に
愛

て
儀
を

顧

ず
情

欲

の
火

に
溺
れ

て

命

を
危

し
天
年

い
ま

だ
尽

さ

る
に
不
幸

の
災

に
趣
か

ん
と
す
彼
印

度

の

し
ゆ
つ
ば
か

わ
う
じ
よ

い
ん
く
わ

た
め

天
じ
く
の
事

術

婆
伽

が
皇
女
を
恋

て
淫
火

に
や
か
れ
し
例
し
又
是

に
ち
か
き
物
を

や

(巻
之
四

・
廿
四
オ
)

集

師
云
此

段

ハ
男
子
の
淫
奔

を
刺

れ
り

(巻
之

四

・
廿

一
ウ
)

こ
れ
を
比
較

す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ま
ず

『
拝
海
』
で
は

『集
註
』
の

「
師

云
」

を
省

い
て
お
り
、

こ
の
点

に
関

し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
ほ
か

の
す

べ
て
の
同
様

の
部
分

に

つ
い
て
も
同
じ

で
あ

る
。
さ

て
、

こ
の
第
四
十
段

の
大

意

で
は

『
拝
海
」

の
最
初

の

一
文

の
み
が

『
集
註
』

か
ら
取
ら
れ
た
も

の
で
あ
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り
、
そ

の
後

の
部
分

に

つ
い

て
は

『集
註
』

に
は
該
当
す

る
記
述
は
な
く
、
ま

た
、
『
閾
疑
抄
』
な
ど

に
も
な

い
も

の
で
あ
り
、

こ
の
部
分

は

『拝
海
』

で
の
独

自

の
増
補
と
考

え
る
こ
と

が
で
き

る
。
そ

こ
で
は
、
「
淫
奔
を
刺
れ
り
」
と
い
う

注
16

こ
と
を
敷

術
し
て
お
り
、
更

に

「印
度

の
術
婆
伽
」

の
故
事
を
付
け
加

え

て
い

る
。こ

の
よ
う
な
増
補

の
仕
方

は
、
②

に
あ
た

る
他

の
大
意

に
お

い
て
も
大
体
同

様

で
あ
り
、

よ
り
わ
か
り
易
く
敷
術
し

て
い
る
と

い
う

こ
と
に

『拝
海
」

で
の

増
補

の
意
図

が
う
か
が
え

る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る

の
だ
が
、

こ
の
点

に
関
し

て

は
後

で
考
察
し

て
み
た

い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
第
四
十
段

の
大
意

の

『仔
海
』

で
の
増
補

の
中

で
注
目
し

た
い
の
は
、
「
を

の
れ
が
心
を
私

に
し

て
親

の
諌

を
も

い
れ
ず
」
と

い
う
部
分
、

特

に

「
私
」
と

い
う
一.肖
葉
な

の
で
あ
る
。

『
仔
海
」
の
大
意

に
お

い
て
、
「
わ
た
く
し
」
あ
る

い
は

「
公
私
」
と

い
う
一一一言口

葉
を
持

つ
も

の
は
、
第
二
十

三
、
四
」
=
、

四
十

八
、
五
十
七
、
七
ト

一
、
八
十

四
、
百
卜

四
段

の
七
段

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
段

の
大
意

は
す

べ
て
②

に
あ
た

る

も

の
で
あ
り
、
『集
註
』
の
記
述
を
基

に
増
補
を
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
と

こ

ろ
で
そ
れ
ら

の
部
分

に
お

い
て

「
わ
た
く
し
」

と
い
う
言
葉

は
該
当
す
る

『
集

註
』

の
注

に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
な
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
わ
た
く
し
」

と

い
う
壬、口葉
を
中
心

に

『仔

海
』
と

『集
註
」

と
の
比
較
を
し

て
み
る
。

も
う

一
度
、
第
四
十
段

の
大
意

に
も
ど

っ
て
み
る
と
、
全
体
と
し

て
は
前
述

し
た
よ
う

に

「
淫
奔
を
刺

る
」

と

い
う
こ
と
の
敷
衙

に
な

っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
こ
に
、
「
を

の
れ
が
心
を
私
に
し
て
親

の
諌
を

も
い
れ
ず
」
と

い
う
よ
う

に
、

「
私
」
と

い
・2
一一、口
葉
を
導

入
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
淫
奔

そ
の
も

の
を
刺
る
と

と
も

に
、
親

に
背
く
と
い
う

こ
と
に
ま
で
刺

る
対
象
が
広
げ
ら
れ

て
い
る
と
見

る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
わ
た
く

し
」

を
増
補

し

て
い
る
他

の
段

の
大

意

に
お

い
て
も

同
様

で
あ

る
。
「
わ
た
く
し
」
と

い
う
、茜
葉

を
中
心

に

『拝

海
』
と

『
集
註
』
と
を
対

照
し

て
掲

げ
る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

○
第

二
十
三
段

拝

此
段
身

を
わ
た
く

し
に
し
て
親

の
ゆ
る
す
を
も

ま
た
ず

媒

の
禮
を

お

こ
な

ハ
ず
奔
女
と
な
れ
る
事
を
刺

れ
り

(略
)

(巻
之

三

・
計

四
才
)

集

師
云
此
段
奔
女
を
刺

れ
り

(略
)

(巻
之
三

・
卜
六

ウ
)

○
第
四
十
八
段

拝

(略
)

我
身
を

刺

て
人

の
痛
む

べ
き

こ
と
を
想

檬

よ
く
信
あ

り

て

私

な
き

ハ
実

に
人
倫

に
し
て
仁
恕
あ

り
と

い
ふ
べ
し

(巻
之
四

・
四

十
ニ
ウ
～

四
L
L
二
オ
)

集

(略
)
恕
と

ハ
心

の
ご
と
く
と
書
也

わ
が
心

の
ご
と
く
人

に
も
善

悪

を
分

別
し
て
行

へ
と
也

(巻
之
五

・
四
ウ
)

○
第

五
十
七
段

拝

(略

)
も
し
天
ド

の
政
令

に
そ
む
き

私

を
お

こ
な
ふ
も

の

ハ
高

天
に

踏

ま
り
厚
地

に
腸
し

て
国

郡
窄
迫

り

て
身

を
を
く

に
地
な

し

(略
)

(巻
之
五

リ
七

ウ
～
八

オ
)

集

(該
当
す

る
記
述

は
な

い
。
)

○
第
七
十

一
段

拝

此

段
好

色
あ
る
女
業
平

に
な
ま
め
く
故

に
そ
の
下

心

神
徳

を
も

岡

し

て
唯

私

の
本
意
を
と
け
む
事
を
思

ひ

(略

)
(
巻
之
七

・
十

三
オ
～

ウ
)

集

師

云
思

ひ
あ

ま
る
心
を

い
ひ
や
る
也

(略

)
(
巻
之
七

・
二
十
五

オ
)

○
第

八
十

四
段

拝

(
略
)
孝

ハ
こ
れ
百
行

の
先

と
し

て
人
道

の
大
倫

た
り
孝
心
を
も

つ

よ
ろ
ず
の
お
こ
な
ひ
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て
君

に

事

時

は
忠
あ
り

て
私

な
し

(略
)

(巻
之
九

・
一
オ
)

.

集

(略
)

父
母

に

つ
か

は
る

ゝ
道

を
し

れ

バ
君

に

つ
か

は
る

ゝ
道

也

(略
)

(巻
之
八

・
三
卜

一
オ
～

ウ
)

○
百
十
四
段

拝

此
段
公
私

の
事

に

つ
き

て
人
に
立

ま
じ

ハ
ら
ん
も

の
は
そ
の
心
づ
か

ひ
あ
る

べ
き
よ
し
を
し
る
せ
り

(略
)

(巻
之
f

・
十

ウ
)

集

師
云
た

ゞ
正
直
な
る
斗

に
て
遠
慮

な
い
時

ハ
し
そ
こ
な

ひ
あ

る
事
を

し
め
し

て

(略
)

(巻
之
十

・
四
十

四
オ
)

以
上

の
よ
う

に
、
『
拝
海
』

で
は
、
孝

(
第
二
卜

三
、
八
十

四
段
)
、
忠

(第

八
十

四
段
)
、
天
下

の
政
令

(第

五
十
七
段
)
、
想

檬

、
信
、
仁
恕

(以
上
第

四

十
八
段
)
、
神
徳

(第
七
十

一
段
)
、
公

(
第
百
十

四
段
)
な

ど
と

い
う
人
倫
道

徳

の
種

々
の
規
範
と

「
わ
た
く
し
」
と
を
対
置
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
「
わ

た
く

し
」
を

し
な
い
こ
と
が
善
と
す

べ
き

こ
と
な

の
だ
と
い
う
具
合

に
な

っ
て
い
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
種

々
の
規
範
を

一
但

「
わ
た
く
し
」
と

の
関
係

に
置

き
換

え
て
説
明
す

る
と

い
う

こ
と
が
、

こ
の

『拝
海
』

で
の
増
補

の

一
つ
の
特

徴

と
取

る
こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
啓
蒙
的
な
効
果
を
考
え

て
み
れ
ば
、

あ
る
程
度

の
知
識
を
持

っ
た

人

に
対

し
て
は
必
要

は
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ま
り
知
識
を
持

た
な

い
人

々
に

対

し
て
は
こ
の
方
法

は
効
果
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と

い
う

こ
と
な

の
で
あ

る
。
人

々
に
対
し

て
、
忠
孝

の
道
を
尽
く
せ
、
天
ド

の
政
令

に
そ
む
く

な

と
い
う
よ
う
な

こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々

に
説

き
聞

か
せ
る
よ
り
も
、

そ
れ

ら

の
道
徳

に
共
ハ通
し

て
い
る
も

の
は

「
わ
た
く
し
」
を
去

り

「
心
づ
か

ひ
」
を

す

る
こ
と
な

の
だ
と

一
つ
の
言
葉

に
置
き
換

え
る
方

が
理
解
し

や
す
く
、
実
践

し

や
す

い
の
で
は
な

い
か
。
了
意
は
著
述
家

と
し
て
だ

け
で
な
く
唱
導
者

で
あ

る
と

い
う

一
、面
も
持

っ
て
お
り
、

そ
の
了
意

が
わ
か
り

や
す
く
敷
街
し

て
人

に

説
く

こ
と
を
工
夫

し
て
い
た
と
し

て
も
不
思
議

で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

了
意

の
著
作

の
中

で
こ
の

「
わ
た
く
し
」
と

い
う
言
葉
を
探

っ
て
み
る
と
、

『
浮
世
物

語
』
の
巻
第

二
の
九
、
「後
悔

の
事
」
の
冒
頭

に

「六
悔

の
銘
」
を
引

用
し

て
い
る
の
で
あ

る
が
、

そ
の
中

に
、

一
に
は
家
老

・
出
頭

・
奉
行
人
な
ど

の
利
欲

に
陥
り
、
私

を
構

へ
僻
事

を

沙
汰
し
邪

を
行

ひ
、
百

姓
を
悲

し
ま
し

あ
諸
人

の
愁

へ
を
受

け
た

る
積

に
、
終
に
天
罰
を
蒙

り
、
あ
ら

ぬ
災
難
來
り

て
身
上
滅
却
す
る
時

に
至
り

注
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て
晦

べ
し
。

と

い
う
も

の
が
あ

る
。

こ
れ

は
為

政
者

に
対

し

て
の
教

悔

に
な

っ
て
は
い
る

が
、
『
拝
海
』
の
第

五
十
七
段

の
大
意

に
於
け

る
も

の
と
同
じ
趣
旨
を
持

つ
も

の

で
あ
る
。
ま
た
、
後
述

す
る
が

『
可
笑
記
評
判
』

に
も

「
わ
た
く
し
」
と

い
う

、二口葉
を
持

つ
政
治
論

と
も
い
う
べ
き
も

の
が
あ

り
、
了
意

に
お

い
て
は

「
わ
た

く
し
」
と

い
う
言
葉

が
、

政
治
を
見

る
と
き

の

一
つ
の
尺
度
と
し

て
使
わ
れ

て

い
た
と
考
え
る

こ
と
も

で
き
る
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

そ
れ
は
さ

て
お
き
、
次

に
第
七
段

の
大
意

に

つ
い
て
み

て
お
く
。

こ
の
段

の

大
意

は
先

の
分
類

で
は
①

に
あ
た
る
も

の
で
あ
り

『
集
註
』

に
は

こ
こ
に
該
当

す
る
記
述
は
見
当

た
ら
な
い
。

『
伊
勢
物
語
』
第
七
段

か
ら
後

は
、
有
名
な
東
ド
り

の
話
し
が
続
く

の
で
あ

る
が
、

こ
の

『拝
海
』

の
第
七
段

の
大
意

は
そ
の
業
平
東
下
り
を
史
実
と
す
る

か
と

い
う

こ
と
が
書

か
れ

て
い
る
。

そ
れ
を
次

に
掲
げ
る
。

此

一
段

ハ
業
平
山
海
所

く
こ
の
旅

懐
を
思
惟

せ
し
寄
道
博
聞

の

趣

を
し

る
せ
り
又
或
説

に

ハ
業
平
左

迂
の
時
な

る
よ
し
批
判
せ
る
事
も
有

也
ロ
ハ京

に
あ
り
わ
び
て
と

か
け
り
左

迂
の
事

に
あ
ら
ざ
る
条
知

べ
し
朝
家

の
も
て

な
し
時

め
か
ざ

り
け
れ
は
隙
あ

る
故

に
東
国

に
く
だ
れ
る
な
る

べ
し
閾
疑

抄

に
云
業
平
東
国
下
向

の
事
所
見
な
き

の
よ
し
云

つ
た

へ
た
れ
ど
も
す

で
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に
古
今

伊
勢
物

語

に
か
き
た
る
う

ヘ
ハ
そ
の
分

に
み
て
を

く

へ
し
国

く
の

其

所

に
い
た
り

て
詠

す
る
寄
す

と
左
様

に
み
て
こ
と

に
感

あ
る
べ
し

そ
の

と

愚
見

抄

日

或
説

に

(略
)

(巻
之

一
、
淵

四
オ
～

ウ
)

以
上

の
よ
う
に

『拝
海
』

で
は
業
平

の
東
国
下
向
を
素
直

に
事
実

で
あ

る
と

し
て
み
て
い
る
こ
と

が
特
徴

で
あ

る
。

こ
こ
か
ら
伺
わ
れ
る

こ
と
は
、
『
拝
海
』

に
お
い
て
は
、
と
も
か
く
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
ま
ず
素
直

に
信
用
し
よ
う
と

い
う
態
度
が
あ

る
こ
と

で
あ

る
。
更

に
、
こ
こ
で
は
、
先

に
述

べ
た
よ
う
に

『拝

海
』

で
は

『
集
註
』

に
お

い
て
退
け
ら
れ

て
い
る

『
閾
疑

抄
』

の
注

を
多

く
取

り
入
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
段

の
大
意

で
は
そ

の

『
閾
抄
』

の
注

に
敢

て
異
を
唱
え
て

い
る

こ
と

に
注
目
さ
れ
よ
う
。

田
中
宗
作
氏

に
よ
れ
ば
、
『閾
疑
抄
』
に
お

い
て
は

「伊
勢
物
語

を
作

り
物
語

注
18

と
し

て
観
察

す
る
面
は

い

っ
そ
う
拡

大
さ
れ

て
み
て
い
る
と
み

て
よ

い
。
」
と

い
う

の
で
あ
る
。
又
、
同
氏
は

『
閾
疑
抄
』
以
前

の
注
釈

に
お

い
て
、
『
伊
勢
物

語
』

を
作

り
物
語
と
し

て
見

る
見
方

は
あ

っ
た
に
は
あ

っ
た
が
、

や
は
り
こ
の

物
語
を
業

平

の
実

話

で
あ

る
と
す

る
考

え
方

が
根

強
か

っ
た

の
だ
と

し

て
い

る
。

つ
ま
り

『閾
疑
抄
』

は
そ
れ
以
前
の
注
釈

か
ら

『
伊
勢
物
語
』
を
作
り
物

語
と
見
る
と
い
う
点

で

一
歩

ぬ
き

ん
で
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な

る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の

『拝
海
』

に
お
い
て
は
そ
れ
に
逆
行
す

る
よ
う

に

『
伊
勢

物
語
』
を
実
話
と

し
て
見

る
説
を
押

し
立

て
て
い
る
の
で
あ

る
が
、

こ
れ
は
単

に
今

ま
で
の
注
釈

に
流

さ
れ

て
そ
う
な

っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
段

の
大

意

は
先

に
も
述

べ
た

よ
う

に
、
①

に
分

類

さ
れ
る
も

の
で
あ

り
、

や
は
り
敢

え
て
こ
の
実
話
と
見

る
説
を
説
く
た
め

に
大
意
を
述

べ
た
と
考

え
ざ

る
を
得

な
い
。

で
は

一
体
何

の
た
め

に
そ
う
し
た

の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
が
、

そ
れ

は
や
は
り
教
訓
性
、
啓
蒙
性
と
関
わ
る

こ
と

で
あ
る
と
思
う
。

了
意

に
は
唱
導
者
と
し

て
の

一
面
が
あ

る
こ
と
は
先

に
述

べ
た
。
例
え
ば
、

仏
法
を
説
く

に
あ
た
り
、

浄
土

曼
薬
羅

や
地
獄
絵

の
絵
解
き
を
す
る
と
す
る
。

こ
の
時

に
そ

こ
に
描

い

て
あ
る
も

の
が
絵
空
事

で
あ
る

こ
と
を
前
提

に
し

て
し

ま
え
ば
、
教
導

と
い
う
こ
と
は
成
立
し
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
に
描

い

て
い

る

こ
と
が
実
際

に
あ
る
こ
と
と
し

て
把
え
ら
れ

て
始
め

て
教
導

の
効

果
が
あ
ら

わ
れ

て
来

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

『拝
海
』

に
し

て
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各

段

に
付

し
て
い
る
大
意

は
教
訓
的
な
も

の
で
あ
る
が
、

そ

の
教
訓
と
し

て
成
立

す

る
た
め

に
は
そ
の
素
材
と
な

っ
て
い
る

『伊
勢
物
語
』
中

の
各
話
し
が
実
話

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
、

こ
の
物
語
が
業
平

の

実
話

で
あ

る
と
す
る
大
意
を
付
し
た
の
も
、

一
つ
に
は
教
訓
性
と

い
う

こ
と

に

配
慮
し
た
と

い
う

こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
可
笑
記
評
判
』

の
了
意

の
付

し
た
評

の
中

に
、

す

べ
て
大
身

の
人

に

ハ
家
老

出

頭

と
い

へ
ど
も
心

の
ま

ゝ
に
物
中

す
事

な
り
が
た
し
さ
れ
ば
書

籍

双
紙
能

狂

言
世
間

の
噺

ミ
な

こ
れ
大
身

の
う

い

け
ん

注
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ち

へ
の
臭
見
な
り

(巻

一
の
第
廿

の
評
よ
り
)

と
あ
り
、
又
、

後
生
は
さ
も
あ
れ
ま
つ
今

の
世

に
を
し
ゆ

る
書
な
り
今

の
世

に
封

し

て
名

つ
く

へ
き
事
也

(巻

一
の
第

一
の
評

よ
り
)

と
あ
る
。

こ
れ
は
、
了
意

が
書
物

に
対
し

て
、
教
訓
性
を
必
須

の
条
件

と
し
て

考
え

て
い
た

こ
と
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
い
う
了
意

で
あ

っ
て
み
れ
ば

『
伊
勢
物
語
』
を
教

訓
書

と
し
て
把

え
て

い

て
当

然

で
あ
る
し
、

そ
れ
を
実
話
と
し

て
把
え

て
い
た
と
考

え
る
こ
と
も
可

能

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も

う

一
つ

『
仔
海
』

の
中

で
注
目
し
た

い
部
分
を
見

て
み
よ
う
。

そ
れ

は
第

百
卜

四
段

に
付

さ
れ
た
狩
り

に

つ
い
て
の
記
述

で
あ
る
。
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こ
の
部
分

は
前

に
述

べ
た
よ
う

に
、
段

の
大
意

で
は
な
く
注

の
途
中

に
大

き

な
字

で
書
か
れ

て
い
る
三
箇
所

の
う
ち

の

一
箇
所

で
あ
る
。
段

の
大
意

が
大
体

一
～

.
一r
前
後

で
あ

る
の
に
対
し
、
第
百
卜
四
段

の
こ
の
部

分
は
お
よ
そ
五
丁

半

に
渉

る
長
大
な
も

の
で
あ
り
、
か
な
り
強
く
意

図
し

て
書

か
れ
た
こ
と
を
伺

が
わ
せ

る
も

の
で
あ

る
。

内
容
は
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

を

よ
そ
天
子

の
御
狩

し
給

ふ
事

ハ
民
を
恵

ミ
国
を
治

る
政

治
也

兼

て

ハ

又
弓
馬

の
道
を
調
煉
し
武
勇

の

策

を
稽
占

せ
し
あ
む

が
為
也
此
故

に
国

の
司
も
是

を
ま
な
び

て
時
を

考

て
法

に
し
た

が
ひ
狩

を

い
た
す

に
土
民

も

こ
れ
を
よ
ろ

こ
び

い
さ
み
し
か
も
国
家

に
費

な
し

(略
)
か
く

の
ご
と

く
先
主

の
狩

し
給
ふ

に

ハ
L
ド

み
な

楽

を
お
な

じ
う
し

て
う
れ

へ
な
し

中
占

こ
の
か
た
八
田
猟

の
法
式

す
で
に
絶

て
下
民

の
う
れ

へ
を
か

へ
り
見

ず
国
家

の
費

を
し

ら
ず
従

に
殺

生

を
緯
と

し
遊

興
を
基
と

し

て
政
事

の

た
す
け
と
な
る
事

な
し
h

お
ご

り
て
し
も
を
と

ろ

へ
君

た
の
し

ミ
て
臣
う

れ
ふ
る
ま

こ
と
に
仁
義
法
禮

の
頽
廃

に
及
ぶ
が
故
也

(巻
之
十
、
卜

二
オ

～
十
七

ウ
)

途
中

略
し
た
部
分

は
、
和
漢

の
狩

り
に
関
す

る
故
事
を
か
な
り
多
く
引

い
て

い
る
。

こ
の
部
分

は

『集
註
』

の
注

の
中

に
該
当
す
る
部
分

は
あ
る
が
、
大
半

は

『拝
海
』

に
お
け
る
増
補

で
あ

る
。

一
続

し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
狩
り
を
通
し

て
の
政
事
論
、
政
事
批
評
に
な

っ

て
い
る
こ
と

が
注
目

さ
れ

る
。

こ
れ
と
同
様

の
記
述
が

『
可
笑
記
評
判
』

の
了

意

の
評

の
部
分

に
あ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
長

い
の
で
か
い

つ
ま
ん
で
紹
介
す

る
。

最
初

は
国

は
よ
く
治
ま

っ
て
い
た

の
だ
が
、
「
中
比

に
い
た

っ
て
国
司

そ

の
国
を
拝

領

し
子
孫

に

つ
た

へ
漸

々
無
道

の
お

こ
な

ひ
あ

り
欲

ふ
か
く

私

を

か
ま

へ
国

の
土
民
百
姓
を
く
る
し
」

め
る
よ
う
な
状
態

に
な

っ
て

い
た
。
そ

こ
で

「
狩

の
使
と
号
し
て
廉

直

の
人
を
諸
国

に
く
だ
し
万
民

の

直
訴
を
な
さ
し
め
」

て
善
政
を
施

く
よ
う
に
な

っ
た
。
醍
醐
村
上
帝

の
御

世

は
そ
の
た
め

に
よ
く
治
ま

っ
て
お
り

「
民

に
う
れ

へ
の

訴

も

な
く
国

司
下

司
公
文
等

に
わ

た
く
し
も

な
か
り

け
り
と
か

や
」

と

い
う
状
態

に

な

っ
て
い
た
。
(
巻
七

の
第
十
六

の
評

の
要
約
)

以
上

の
よ

う
に
、
狩

り
を
中

心

に
政
事

論
を
展

開
し

て
い
る
。

前

に
述

べ
た

「
わ
た
く
し
」
と

い
う
う.ゴロ葉

も
散
見

さ
れ
る
。

こ
の
部
分
は
明
ら
か

に
、

『
可
笑
記
評
判
』

に

あ

っ
た

「
大
身

の
う

へ
の
昊

見
」
と
し

て
の
部
分

で
あ
ろ
う
。

五

注
20

浅
井
了
意

に
は
、

関
山
和
夫
氏

の
指
摘

の
と
お
り
、
説
教

者
と
し

て
の

一
面

が
あ
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。
関
山
氏

が
仏
書
注

釈
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
以
外

の
著
作

で
あ
る

『
東
海

道
名
所

記
」

の
楽
阿
弥

や

『
浮
世
物

語
』

の
浮
世
坊

に
対
し

て
も
教
化
者
と
し

て
の

一
面
を
見

て
い
る
よ

う
に
、
『伊
勢
物
語
拝
海
』
の
了
意

に
も
教
化
者

と
し
て

の

一
面

を
見

る
べ
き

で

あ
ろ
う
。

前
述

の
如
く
、
『
拝
海
』
の
大
意

に
お
け
る
了
意

の
論
調
に
は
、
忠
、
孝
、
天

下

の
政
令
な
ど

に
対
し

て

「
わ
た
く
し
」

と

い
う
、茜
葉
を
対
置
し
、

「
わ
た
く

し
」
を
行
う

こ
と
を
刺

る
と
い
う

よ
う
な
教
訓
性
が
見
ら
れ
た
。
ま

た
、
『
伊
勢

物
語
』
中

の
話
し
を
実
話
と
し

て
見

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
話

で
あ
る
か
ら

こ

そ
己
れ

の
身

に
ひ
き
あ
わ
せ
て
反
省

の
材
料
と
な
る

こ
と
を
示
し

て
い
る
の

で

あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
架
空

の
話
し

で
あ
れ
ば
、
実
生
活
を
送

っ
て
い
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る
人

々
に
と

っ
て
は
、
何

ら
教
訓
と

は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。

了
意

に
お
い
て
の

『
伊
勢
物
語
』

の
注
釈

は
、

そ
れ
ま

で
の
注
釈

に
見
ら
れ

る
よ
う

に
、
単

に
語
釈
す

る
だ
け

で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら
現
在

に
生
き
る
者

に

と

っ
て
教
誠
と
な

る
べ
き
も

の
を
汲

み
出
し

て
来
る
作
業

で
あ

っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な

い
か
。

そ
の
点

に
お

い
て
、

ほ
ぼ
同
時
期

に
成
立
し
た
了
意

の

『
可

笑
記
評
判
』
や

『堪

忍
記
』

に
お
け
る
、
原
典

(『
可
笑
記
』
や
和
漢

の
多

く
の

故
事
)

に
対
す
る
態
度
と
何
ら
変

わ
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
考

え
る
。

そ
こ

に
は
、
『
可
笑
記
評
判
』
の
中

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
文
芸
観
、

つ
ま
り

「書
籍
双

紙
能
狂

言
世
間

の
噺
ミ
な

こ
れ
大
身

の
う

へ
の
昊
見

な
り
」

と
い
う
考

え
方
が

共
ハ通
し

て
流
れ

て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

了
意

に
と

っ
て
は
、

『
伊
勢
物

語
』

も

『
可
笑

記
』

も
、

そ

の
他
諸

々
の
故
事
、

ひ
い
て
は
世
間

の
噺

に
至
る
ま

で
、

す

べ
て
、
教
化

の
素
材

に
な
ら
な

い
も
の
は
な
か

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

更

に
、

も
う

一
つ
、
啓
蒙
教
化

と
い
う
こ
と
うに

つ
い
て
考

え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
以
上

の
よ
う
な
教
化
が
誰

に
向
け

て
な
さ
れ
た

も
の
か
、
或

は
、
誰
を
教
化
す

る
こ
と
を
念
う頭

に
置

い
て
い
た
の
か
と

い
う

こ

と
で
あ

る
。

啓
蒙

や
教
化
と

い
え
ば
民
衆
、
童
蒙

に
対
し

て
教
え
諭
す

こ
と
だ
と
考

え
が

ち

で
あ

る
。

し
か

し
、
近
世

の
極
初
期

に
お

い
て
は
、
果
た
し

て
ど
れ

ほ
ど
民

衆
を
念
頭

に
置

い
て
著
述
が
な
さ
れ

て
い
た
だ

ろ
う
か
。
整
版
本

の
出
現

に
よ

り
大
量

に
本

が
出
版

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
と

は
い
え
、
そ

の
部
数
は
そ
れ
ほ

ど
多
く

は
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
書
籍
を
手

に
入
れ
享
受

す
る

こ

と
が

で
き

た
の
は
、

や
は
り
限
ら
れ
た
ご
く

一
部

の
人
々

で
あ

っ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

そ
の
こ
と

は
、
先

に
あ
げ
た

『
可
笑
記
評
判
』
中

の
、
書
物

は

「大
身

の
う

へ
の
昊

見
」
と
す

る
考
え
方

に
よ

っ
て
も
わ
か
る
。
又
、
具
体
的

に
は
、
『拝
海
』

に
お

い
て
は
、
第

百
卜

四
段

の

「
天
子

の
御
狩
」
な
ど

の
政
治
を
行

う

べ
き
者

に
対

し

て
の
心
得

と
い

っ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
部
分

に
現
わ
れ
て
い
る
。

つ

ま
り
、

了
意

に
と

っ
て
の
教
化

の
対
象
は
、
か
な
り
身

分

の
高

い
人

々
で
あ

っ

た
と
考

え
ら
れ

る
の
で
あ

る
。

こ
の
、
教
化

の
対
象

に

つ
い
て
は
稿
を
改
め

て

考
察
す

る
こ
と

に
し
た

い
。

注

1

『麟
書
林
出
版
書
籍
目
録
集
成

一
」
(斯
道
文
庫
編
)

に
拠
る
。

2

北
条
秀
雄

『
新
修
浅
井

了
意
』

(笠
間
選
書

11
昭

49
)
。

3

以
下
、

『伊
勢
物
語
拝
海
』

の
引
用
本
文
は
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本

に
拠

る
。

4

大
津
有

一

『伊
勢
物
語
古
註
釈

の
研
究
』

(昭
29
、
昭

61
増
訂
版
)。

5

田
中
宗
作

「伊
勢
物
語
研
究
史

の
研
究
』

(昭
40
)
。

6

北
条
氏
、

前
掲
書
。

一
六

四
頁
。

7

田
中
氏
、
前
掲
書

。
「
三
、
江
戸
前
期

に
お
け
る
伊
勢
物

語
諸
注

の
傾
向

と
特
色

⑨
童
蒙
的
効

果
を

ね
ら
う
傾
向

に

つ
い
て
の
試
論
」。

一
四
九
頁
～
。

8

注

7
に
同

じ
。

9

野
間
光
辰

「了
意
追
跡
」

(『近
世
作
家
伝
放
』
(昭

60
)
所
収
。

10

小
高
敏
郎

『松
永
貞
徳

の
研
究
、
績
篇
』
(昭
31
)
。
第

一
章
、
第
三
節
中

の

『徒
然
草

慰
草
』
の
項

に
よ
る
。
同
氏

「松
永
貞
徳

の
研
究
』
(昭
28
)
に
も
同
様
の
記
述

が
あ
る
。

11

田
中
氏
、
前
掲
書

に
拠
る
。

12

田
中
氏
、
前
掲
書
。
七
三
頁
。

!3

以
下
、
『
伊
勢
物

語
集
註
』

の
引
用
本
文

は
、
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
に
拠

る
。

14

田
中
氏
、
晶剛
掲
童
日。

.
⊥ハ
十
　貝
。

15

田
中
氏
、
大
津
氏

の
前
掲
書

に
拠
る
。
大
津
氏
は

「酷
評
す

る
な
ら
鋏
と
糊
と

で
出
来

た
と
も
云

へ
る
。
決
し

て
彫
心
鑓
骨

の
注
釈

で
は
な
か

っ
た
。
一
と
さ
え
記
し

て
い
る
。

16

こ
の
術
婆
加

の
故
事
は
、
七
巻
本

の

『宝

物
集
』

翁
大

口
本
仏
教
全
集
』
第
九

一
巻
、

藝
文
部
所
収

の
も

の
)

の
巻
第
四
に
あ
る
。
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17

日
本
占

典
文

学
大
系

『
僻
名
草

子
集
』

所
収

の
も
の
の
本
文

に
拠

る
。

18

田
中
氏
、
前

掲
書
。

「
一
、
伊
勢
物
語
閾
疑
抄

の
地
位
と
特
色
」。

19

「近
世
文

学
資
料
類
従
』

仮
名
草
子
編

21
～

23

に
所
収

さ
れ

て
い
る
影
印

か
ら
の
翻

刻
。

20

関
山
和
夫

『
説
教

の
歴
史
的
研
究
』
(昭
48
、
法
蔵
館
)
。
「第
四

近
世

の
説
教
」
に

拠

る
。

「伊勢物語拝海』(九州大学附属図書館蔵)

《
規

定
〉

一
、
投
稿
は
原
則
と
し
て
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
会
員
に
限
る
が
、
そ

れ
以
外
の
方
に
投
稿
を
依
頼
す
る

こ
と
も
あ
る
。

投
稿
原
稿
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
十
枚
内
外
を

一
応
の
規
定
と
し
、

二
、

そ
の
際
、
二
枚
程
度

の
要
旨
を
添
付
さ
れ
た
い
。.

三
、
原
稿
の
採
否
等
に

つ
い
て
は
運
営
編
集
委
員
会
に

一
任
さ
れ
た
い
。

刊
行
は
年

二
回

(春

・
秋
)
を
原
則
と
す

る
。

四
、

刊
行
会
会
費
は
現
在
年
額

維
持
会
員
四
千
円

(各
号

二
部
配
布
)、

五
、

通
常
会
員

二
千
円

(各
号

一
部
配
布
)
と
す
る
。

執
筆
者
に
は
別
に
二
部
を
贈
呈
し
、
希
望
者

に
は
抜
刷
を
実
費
で
分

六
、

け
る
。

会
員
以
外

の
購
読
者

は
毎
号
ご
と

に
誌
代
を
納
め
ら
れ
た

い
。

七
、
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